
激
動
の
二
十
世
紀
、
と
い
う
言
葉
が
よ
く
聞
か
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は

ド
ラ
マ
の
た
く
さ
ん
詰
ま
っ
た
時
代
だ
っ
た
。
そ
の
名
を
冠
し
た

湯
梨
浜
町
の
東
郷
二
十
世
紀
梨
は
、
栽
培
さ
れ
始
め
て
す
で
に
一
世
紀

を
こ
え
、
も
は
や
ひ
と
つ
の
文
化
と
な
っ
て
い
る
青
い
果
実
な
の
だ
。

寺
地
邦
恵
さ
ん
が
、
ま
さ
に
文
化
事
業
と
も
い
え
る
こ
の
梨
の
生
産

に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、二
人
目
の
子
が
産
ま
れ
た
あ
と
だ
っ
た
。

か
れ
こ
れ
三
十
年
の
ベ
テ
ラ
ン
と
い
え
る
。
四
月
に
花
が
咲
い
て
す
ぐ
、

気
を
抜
け
な
い
忙
し
さ
が
訪
れ
る
。
手
作
業
に
よ
る
交
配
だ
。
花
の

い
の
ち
は
短
い
か
ら
手
際
よ
く
進
め
、
や
が
て
実
が
つ
く
と
摘
果
、

そ
し
て
袋
か
け
。一
個
一
個
に
愛
情
を
注
い
で
い
き
、
気
が
つ
け
ば
も
う

夏
。
収
穫
だ
。
よ
ろ
こ
び
も
束
の
間
、
来
年
に
向
け
て
の
土
づ
く
り
が

は
じ
ま
っ
て
…
…
。一
年
を
通
し
て
梨
と
語
り
合
う
時
間
が
過
ぎ
て
い
く
。

も
ち
ろ
ん
大
変
な
作
業
だ
が
、

「
だ
れ
か
の
指
示
を
受
け
て
、つ
ま
り
人
に
使
わ
れ
て
の
仕
事
で
は
な
く
、

自
分
た
ち
の
意
思
で
計
画
し
、
自
分
た
ち
の
ペ
ー
ス
で
梨
と
向
き
合
っ
て

い
く
仕
事
だ
か
ら
、
ス
ト
レ
ス
は
少
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
」

傾
斜
地
の
畑
で
、
大
空
を
見
上
げ
る
よ
う
に
し
て
語
る
。

百
年
の
恵
み
で
あ
る
こ
の
梨
を
見
守
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く

こ
の
地
の
風
土
だ
。
東
郷
湖
の
う
る
お
い
が
大
き
く
あ
た
り
を
覆
い
、

そ
れ
は
い
わ
ば
天
然
の
ハ
ウ
ス
の
よ
う
に
果
実
た
ち
を
慈
し
む
。
お
そ

ら
く
収
穫
す
る
人
び
と
も
、
そ
う
し
た
う
る
お
い
に
満
ち
て
い
る
に

ち
が
い
な
い
。

東郷湖のうるおいに
天然のハウスのごとく覆われて。

湯梨浜町

東
郷
二
十
世
紀
梨
農
家

寺
地
邦
恵


